
- 弘法さんかわら版  令和3年（2021年）９月  弘法さんの日（２１日） 第２３１号 --（弘法さんの日）知立・弘法さんかわら版　令和３年（2021年）９月27日（旧暦8/21） 第103号（覚王山版 第２３１号）-

知立

※ 次回の「弘法さん」縁日は 10月 26 日 ( 火 ) です。

   

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
九
月
も
後
半
に

入
り
、
朝
晩
は
肌
寒
い
日
も
あ
り
ま
す
。
く

れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

   

さ
て
、
先
月
は
四
十
七
都
道
府
県
で
愛
知

県
の
寺
院
数
が
断
ト
ツ
に
多
い
こ
と
を
ご
紹

介
し
ま
し
た
。
今
月
は
そ
の
理
由
を
考
え
て

み
ま
す
。

★
氏
族
仏
教
か
ら
国
家
仏
教
へ

   

弘
法
さ
ん
か
わ
ら
版
も
今
回
で
二
三
一
号

で
す
。
長
い
間
ご
愛
読
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
の
で
、
ず
い
ぶ
ん
前
に
ご
紹
介
し
た
内
容

は
ご
記
憶
に
な
い
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
ち
ょ
っ
と
再
述
し
ま
す
。

   

仏
教
が
日
本
に
公
式
に
伝
わ
っ
た
の
は
五

三
八
年
で
す
。
仏
教
公
伝
で
す
。
最
初
は
外

国
の
宗
教
あ
る
い
は
文
化
と
い
う
位
置
づ
け

で
す
か
ら
、
浸
透
す
る
の
に
少
し
時
間
が
か

か
り
ま
し
た
。

   

最
初
の
頃
は
有
力
な
豪
族
が
自
分
た
ち
一

族
の
守
り
神
の
よ
う
な
位
置
づ
け
で
祀
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

   

そ
の
た
め
、
日
本
の
寺
院
は
も
と
も
と
飛

鳥
時
代
の
氏
寺
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
つ
ま

り
、
自
分
た
ち
の
氏
神
様
を
祀
る
よ
う
な
感

覚
で
寺
院
を
建
立
し
始
め
ま
す
。

   

や
が
て
氏
族
仏
教
は
六
四
六
年
（
大
化
二

年
）
の
「
仏
教
興
隆
の
詔
」
を
契
機
に
国
家

仏
教
と
な
り
、
そ
れ
か
ら
約
四
十
年
後
の
六

八
五
年
（
天
武
十
四
年
）
の
「
造
寺
奨
励
の

詔
」
に
よ
っ
て
寺
院
建
立
が
本
格
化
し
ま
し

た
。

   

仏
教
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初

期
に
人
々
に
浸
透
し
、
室
町
時
代
、
戦
国
時

代
、
安
土
桃
山
時
代
を
通
し
て
寺
院
数
も
増

え
て
い
き
ま
し
た
。

   

江
戸
時
代
に
は
幕
府
が
本
山
末
寺
制
度
、

檀
家
制
度
を
敷
き
、
人
々
は
ど
こ
か
の
寺
院

の
檀
家
と
な
っ
て
宗
旨
人
別
帳
に
登
録
す
る

こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
檀
家
寺
の
寺
請
証

文
が
な
け
れ
ば
他
の
地
域
へ
の
移
動
な
ど
に

支
障
を
き
た
し
ま
し
た
。

   

檀
家
制
度
は
現
代
の
戸
籍
制
度
の
役
割
を

果
た
し
ま
し
た
が
、
徳
川
家
康
が
中
国
の
明

の
制
度
を
模
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

★
寺
院
数
日
本
一
の
理
由

   

こ
う
し
た
経
緯
で
増
え
て
き
た
お
寺
で
す

が
、
さ
て
、
愛
知
の
寺
院
数
が
多
い
の
は
な

ぜ
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り

で
す
。

   

第
一
に
、
古
く
か
ら
発
展
し
、
人
口
が
多

い
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
。
尾
張
も
三
河
も
早

い
時
期
か
ら
拓
け
た
地
域
で
、
江
戸
時
代
に

は
十
以
上
の
城
下
町
が
あ
り
ま
し
た
。
明
治

初
期
の
段
階
で
愛
知
の
人
口
は
全
国
三
位
。

基
本
的
に
は
こ
う
し
た
こ
と
が
寺
院
数
の
多

い
理
由
の
ひ
と
つ
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。

で
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
が
つ
き
ま
せ
ん
。

   

第
二
に
、
第
一
の
理
由
と
も
関
係
し
ま
す

が
、
愛
知
は
七
四
一
年
（
天
平
一
三
年
）
の

「
国
分
寺
建
立
の
詔
」
に
よ
っ
て
、
最
初
に

国
分
寺
、
国
分
尼
寺
が
つ
く
ら
れ
た
地
域
の

ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
。

   

尾
張
国
府
が
置
か
れ
た
稲
沢
、
三
河
国
府

が
置
か
れ
た
豊
川
に
そ
れ
ぞ
れ
国
分
寺
と
国

分
尼
寺
が
創
建
さ
れ
、
そ
の
周
辺
に
寺
院
が

増
え
て
い
き
ま
し
た
。
平
安
時
代
に
立
宗
し

た
天
台
宗
、
真
言
宗
の
寺
院
が
早
く
か
ら
つ

く
ら
れ
た
の
に
加
え
、
鎌
倉
時
代
に
は
鎌
倉

六
宗
の
寺
院
も
増
え
ま
し
た
。

   

第
三
に
、
愛
知
が
地
理
的
に
京
都
と
鎌
倉

の
途
中
に
位
置
し
た
こ
と
。
鎌
倉
時
代
に
は
、

鎌
倉
六
祖
師
や
多
く
の
高
僧
が
都
と
東
国
を

行
き
来
し
、
そ
の
道
中
、
愛
知
に
足
跡
を
残

し
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
寺
院
数
増
加
に

寄
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

   

第
四
に
、
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川

家
康
を
は
じ
め
、
多
く
の
戦
国
武
将
を
輩
出

し
た
こ
と
。
つ
ま
り
、
武
将
に
庇
護
さ
れ
、

菩
提
寺
な
ど
の
ゆ
か
り
の
寺
院
が
増
え
ま
し

た
。
と
く
に
江
戸
時
代
に
入
り
、
尾
張
徳
川

家
が
浄
土
宗
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
寺
院

を
庇
護
し
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
城
も
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
鬼
門

を
守
る
寺
院
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

   
第
五
に
、
第
四
の
理
由
と
も
関
係
し
ま
す

が
、
寺
院
が
戦
略
上
の
防
衛
拠
点
と
し
て
利

用
さ
れ
た
こ
と
。
名
古
屋
城
下
は
典
型
例
で

す
。

   

飯
田
街
道
か
ら
名
古
屋
城
下
に
入
る
現
在

の
東
区
東
桜
あ
た
り
に
東
寺
町
が
つ
く
ら
れ
、

東
か
ら
侵
入
す
る
敵
を
防
御
。
南
か
ら
の
攻

撃
に
は
大
須
の
南
寺
町
が
防
衛
拠
点
と
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
名
古
屋
城
の
北
及
び
北
西

方
向
で
は
、
岩
倉
・
小
牧
・
犬
山
の
城
下
町

と
そ
の
寺
町
が
防
衛
線
で
し
た
。
西
に
は
、
稲

沢
、
海
部
郡
あ
た
り
に
中
小
の
寺
院
が
多
数

あ
り
ま
す
。
城
下
の
道
の
要
所
に
は
「
曲
が

り
」
を
設
け
て
敵
の
侵
入
を
妨
ぎ
、
そ
の
角
々

に
寺
院
を
配
置
し
、
戦
時
の
兵
の
拠
点
に
し

ま
し
た
。

   

第
六
に
、
人
口
が
多
か
っ
た
こ
と
と
相
俟

っ
て
、
江
戸
時
代
の
檀
家
制
度
の
影
響
で
さ

ら
に
寺
院
が
増
え
た
こ
と
。
檀
家
寺
が
た
く

さ
ん
必
要
と
な
り
、
寺
院
数
も
増
え
ま
し
た
。

   

第
七
に
、
明
治
時
代
の
廃
仏
毀
釈
に
抵
抗

し
た
こ
と
。
一
八
六
八
年
（
明
治
元
年
）
の

「
神
仏
分
離
令
」
を
機
に
廃
仏
毀
釈
が
起
き

ま
し
た
。
鹿
児
島
藩
は
翌
年
ま
で
に
領
内
の

寺
院
を
全
廃
し
た
そ
う
で
す
。
薩
長
土
肥
な

ど
官
軍
側
の
旧
藩
で
は
、
程
度
の
差
は
あ
り

ま
す
が
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
起
き
ま
し
た
。

   

愛
知
で
も
、
徳
川
家
康
ゆ
か
り
の
東
照
宮

を
擁
す
る
鳳
来
寺
な
ど
が
廃
仏
毀
釈
の
影
響

を
大
き
く
受
け
ま
し
た
。
尾
張
藩
は
戊
辰
戦

争
で
は
官
軍
側
で
し
た
が
、
鳳
来
寺
な
ど
の

例
は
あ
っ
た
も
の
の
、
総
じ
て
寺
院
数
が
激

減
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

   

今
年
前
半
に
ご
紹
介
し
た
三
河
大
浜
で
「
護

法
一
揆
」
と
も
言
わ
れ
た
「
大
浜
騒
動
」
が

起
き
る
な
ど
、
廃
仏
毀
釈
に
は
抵
抗
を
示
す

傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

★
神
社
数
は
？
？
？

   

日
本
の
仏
教
は
神
仏
混
交
で
す
。
神
社
と

お
寺
が
併
設
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
神
社

数
も
知
り
た
く
な
り
ま
し
た
。
神
社
数
日
本

一
は
新
潟
県
、
愛
知
県
は
四
番
目
で
す
。

   

来
月
は
神
社
に
つ
い
て
少
し
深
堀
り
し
て

み
ま
す
。
乞
ご
期
待
。


